
、

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
〈
茂
吉
〉
の
位
相

『
茂
吉
秀
歌
く
赤
光
V
百
首
』
を
中
心
と
し
て
「

安

森

敏

隆

 
塚
本
邦
雄
は
、
斎
藤
茂
吉
な
い
し
ア
ラ
ラ
ギ
写
生
主
義
へ
の
ア
ン
チ
テ
r
ゼ

と
し
て
〈
幻
想
〉
〈
幻
視
〉
〈
想
像
力
V
を
駆
使
す
る
歌
人
と
思
わ
れ
て
き

た
。
そ
の
こ
と
は
一
面
あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
だ
が
よ
く
み
る
と
、
塚

本
邦
雄
ぐ
ら
い
ア
ラ
ラ
ギ
写
生
主
義
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
歌
人
も
少
な

い
の
で
は
な
い
か
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
 
そ
の
蕨
本
邦
雄
の
 
『
茂
吉
秀
歌

 
 
 
（
註
1
）
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

〈
赤
光
v
百
首
』
（
文
藝
春
秋
）
『
茂
吉
秀
歌
八
あ
ら
た
ま
＞
7
1
首
」
（
同
前
）
の
二
恩
が
、

近
年
た
て
つ
づ
け
に
発
行
ざ
れ
た
。
以
下
こ
れ
に
三
冊
を
加
え
て
全
五
冊
で
茂

吉
の
全
歌
集
に
含
ま
れ
て
い
る
一
万
三
千
九
百
八
十
七
首
が
、
氏
の
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
・
五
百
首
で
く
ぎ
ら
れ
再
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

・
る
心
斎
藤
茂
吉
の
生
ま
れ
が
明
治
十
五
年
五
月
十
四
日
で
あ
り
、
塚
本
邦
雄
の

生
ま
れ
が
大
正
十
一
年
八
月
七
で
あ
る
。
 
両
者
の
年
齢
の
違
い
は
四
十
才
で

あ
り
、
そ
の
後
茂
吉
が
昭
和
二
十
八
年
ま
で
生
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
両
者
は

三
十
二
年
間
い
っ
し
ょ
に
こ
の
世
で
生
を
同
じ
う
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
茂
吉
の
生
前
に
お
い
て
塚
本
邦
雄
は
一
度
も
彼
に
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
塚
本
よ
り
十
歳
歳
下
の
岡
井
隆
が
ア
ラ
ラ
ギ
に
所
属
し
て

い
た
父
の
代
理
と
し
て
「
玄
関
か
ら
枢
車
ま
で
運
び
出
さ
れ
る
し
ら
き
の
は
こ

の．

G
麓
」
い
・
斎
藤
家
の
通
夜
に
列
席
し
て
い
た
事
情
と
は
少
し
く
こ
と

な
る
位
相
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

 
磯
田
光
一
は
、
塚
本
短
歌
の
特
立
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
戦
前
短
歌
の
伝
統
に
添
っ
て
戦
後
の
現
実
を
歌
っ
た
歌
人
た
ち
と
は
、
塚
本

氏
は
決
定
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
異
質
で
あ
る
。
敗
戦
が
二
度
と
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
断
絶
で
あ
る
な
ら
ば
、
戦
前
の
文
体
に
よ
っ
て
戦
後
を
歌
っ
て
い
る

人
々
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
戦
前
派
の
変
種
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
言
葉
の
真

正
な
意
味
で
の
戦
後
短
歌
は
、
過
去
の
衰
亡
を
最
も
痛
切
に
自
覚
し
た
塚
本
氏

に
お
い
て
、
む
し
ろ
本
質
的
な
開
花
に
到
達
し
え
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
写
実
に
よ
っ
て
表
現
す
る
に
値
す
る
現
実
が
存
在
し
な
い
と

確
定
し
た
と
き
、
塚
本
氏
に
と
っ
て
、
短
歌
は
幻
視
の
虚
構
と
し
て
の
意
味
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
4
）

も
ち
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
磯
田
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
塚
本
短

歌
の
異
質
性
は
「
戦
前
短
歌
の
伝
統
に
添
っ
て
戦
後
の
現
実
」
を
写
実
し
て
い

っ
た
歌
人
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
出
発
し
、
訣
別
す
る
と
こ

ろ
が
ら
歌
を
う
た
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
究
極
「
写
実
に
よ
っ

て
表
現
す
る
に
値
す
る
現
実
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
戦
後
を

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
1
『
茂
吉
秀
歌
〈
赤
光
〉
百
首
」
を
中
心
と
し
て
一
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対
象
化
し
、
自
己
の
歌
に
対
す
る
方
法
を
対
象
化
し
先
鋭
化
し
た
と
こ
ろ
が
ら

出
発
し
た
。
塚
本
邦
雄
は
単
に
時
代
の
異
端
児
や
寵
児
で
は
な
い
。
昭
和
二
十

年
の
敗
戦
を
二
十
三
歳
で
む
か
え
た
塚
本
氏
に
と
っ
て
、
畏
敬
し
資
質
を
と
も

に
す
る
三
島
由
紀
夫
が
く
も
は
や
、
日
本
は
こ
れ
で
お
わ
っ
た
V
乏
い
う
認

識
と
美
を
も
っ
て
『
金
閣
寺
」
を
書
い
て
い
っ
た
と
同
じ
位
相
に
立
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
塚
本
邦
雄
に
と
っ
て
の
以
降
の
生
は
、
虚
構
の
生
で
あ

り
、
戦
後
の
現
実
は
す
べ
て
彼
の
目
を
く
ぐ
り
ぬ
げ
る
と
き
、
そ
の
虚
構
を
暴

露
さ
れ
、
す
べ
．
て
の
現
象
が
〈
虚
構
〉
軸
で
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
塚
本
氏
に
と
っ
て
目
に
見
え
る
く
現
実
V
は
信
じ
る
に
た
り
な
い
し
、

現
実
の
諸
相
は
す
べ
て
「
写
生
」
と
い
う
従
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
と
ら
え
ら

れ
な
い
し
、
又
そ
ん
な
く
現
実
V
な
ど
、
と
ら
え
て
も
し
か
た
が
無
い
の
で
あ

一
る
。
・
現
実
の
現
象
の
彼
方
に
あ
る
も
の
を
透
視
す
る
に
く
幻
想
〉
と
い
う
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
駆
使
し
「
魂
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
を
唱
え
る
所
以
が
こ
こ
に
顕

現
す
る
わ
け
で
あ
る
。
・

 
こ
の
街
っ
て
一
日
一
日
陰
惨
に
な
っ
て
く
る
わ
ね
。
幼
稚
園
や
小
学
校
が

一
つ
も
無
く
っ
て
養
老
院
が
三
．
つ
も
あ
る
。
一
番
大
き
な
不
死
鳥
養
老
院
の

院
長
は
八
十
歳
で
、
天
皇
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
住
民
の
生
殺
与
奪
の
権
を
握

る
ボ
ス
で
し
ょ
う
。
平
均
年
令
四
十
歳
の
住
民
達
が
私
達
三
人
を
何
と
言
っ

て
6
か
御
存
知
？
 
街
賊
で
す
っ
て
、
日
の
丸
の
紅
が
三
倍
位
大
き
い
街
旗

っ
て
の
も
決
う
て
い
る
の
よ
。
・
怖
い
わ
」
壮
八
が
深
刻
な
面
持
で
う
な
つ
い

た
。

「
写
実
精
神
に
徹
せ
よ
。
伝
統
に
か
え
れ
。
街
賊
に
天
主
を
加
え
ろ
。
こ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5
）

な
ポ
ス
タ
ー
見
た
こ
と
あ
る
ぜ
。
」
 
（
「
写
実
街
殺
人
事
件
」
）

 
即
ち
、
 
反
レ
ア
リ
ス
ム
と
か
難
解
派
と
か
い
う
不
思
議
な
名
称
を
与
え

て
、
頑
と
し
て
短
歌
の
世
界
に
の
み
許
容
き
れ
て
い
る
古
い
手
法
を
守
っ
て

い
る
人
々
が
、
ま
る
で
自
分
の
代
弁
者
を
詩
壇
に
ま
で
発
見
も
た
よ
う
な
錯

覚
を
し
て
雀
躍
し
そ
な
部
分
が
少
か
ら
ず
あ
る
。
 
（
中
略
）
僕
達
の
信
じ
て

い
る
方
法
は
「
魂
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
で
あ
り
、
使
用
す
る
手
法
は
寧
ろ
オ
ー

ソ
ド
ク
ス
な
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
 
（
「
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
へ
の
献
詞
一
魂

 
 
 
 
 
（
註
6
）

の
レ
ア
リ
ス
ム
を
」
）

 
塚
本
邦
雄
は
作
品
で
自
分
の
世
界
を
つ
く
る
と
同
時
に
、
エ
ッ
セ
イ
で
勢
力

的
に
自
己
の
歌
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
前
者
の
「
写
実
街
殺
人
事
件
」
で
、

従
来
の
短
歌
と
結
社
と
そ
こ
に
つ
ど
う
人
た
ち
を
撃
つ
こ
と
を
こ
こ
ろ
が
け

た
。
こ
の
「
街
」
と
は
、
短
歌
界
（
歌
壇
）
の
こ
と
で
あ
り
、
幼
稚
園
・
小
学

校
に
対
置
さ
れ
た
「
養
老
院
」
と
は
、
、
短
歌
結
社
の
こ
と
で
あ
り
、
「
天
皇
」

と
は
、
結
社
の
宗
匠
の
喩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
る
道
徳
は

「
写
実
精
神
に
徹
せ
よ
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
も
の
は
す
べ
て
「
写
実

街
」
か
ら
し
め
出
さ
れ
「
天
才
」
が
加
え
ら
れ
、
殺
さ
れ
る
と
い
う
喩
と
し
て

読
め
る
。
ま
さ
に
塚
本
邦
雄
が
短
歌
を
創
り
は
じ
め
た
昭
和
二
十
年
代
は
、
戦

後
の
民
主
主
義
、
新
し
い
教
育
が
流
布
さ
れ
た
と
は
い
え
短
歌
界
（
歌
壇
）
は
旧

態
依
然
の
「
写
実
街
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
。
だ
か
ら
塚

本
氏
が
一
つ
の
最
大
の
敵
と
し
て
措
定
し
た
の
が
こ
の
「
写
実
街
」
の
歌
人
た

ち
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
逆
に
「
写
実
街
」
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
塚
本

の
〈
幻
想
〉
が
疎
外
さ
れ
た
こ
と
を
ポ
）
の
が
た
る
も
の
と
し
て
も
あ
っ
た
。

 
一
方
で
塚
本
の
駆
使
す
る
〈
幻
想
〉
の
方
法
は
、
現
代
詩
の
住
人
に
む
か
っ

て
も
矢
が
は
な
た
れ
、
そ
の
一
人
大
岡
信
と
の
「
方
法
」
論
争
で
「
魂
の
レ
ア
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リ
ス
ム
」
と
い
う
主
張
と
な
っ
て
み
ご
と
に
開
花
し
た
。
そ
の
中
で
塚
本
は
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ソ
ッ
ド

こ
と
ん
短
歌
に
お
け
る
「
方
法
」
を
い
い
、
そ
の
究
極
に
「
魂
の
レ
ア
リ
ス
ム
」

を
措
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
岡
信
の
「
方
法
よ
り
も
態
度
」
を
主
張
す

る
立
場
と
美
事
に
拮
抗
し
、
本
質
的
な
論
争
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

 
短
歌
は
や
っ
と
「
こ
こ
ま
で
来
た
」
の
で
は
な
い
。
や
っ
と
「
こ
こ
か
ら

出
発
し
よ
う
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
ゆ
近
代
短
歌
は
終
焉
に
近
づ
き
つ
つ

あ
る
と
い
う
。
夕
映
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
。
が
、
短
歌
に
果
し
て
近
代
が

あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
終
末
の
日
ま
で
、
方
法
ら
し
い
方
法
を
も
た
ず
、
自
．

然
主
義
の
旧
く
淡
め
ら
れ
歪
め
ら
れ
た
程
度
の
文
学
理
念
し
か
も
ち
得
な
か

っ
た
短
歌
、
茂
吉
と
週
空
の
樹
て
た
さ
さ
や
か
な
二
つ
の
金
字
塔
を
の
み
暗

い
地
平
線
に
遣
し
て
滅
亡
し
て
ゆ
く
短
歌
。
僕
達
の
短
歌
は
そ
こ
か
ら
の
出

発
な
の
だ
。
逆
に
考
え
れ
ば
短
歌
の
領
土
は
全
く
の
処
女
地
と
も
言
え
る
の

 
 
 
 
 
 
 
（
註
7
）

だ
。
 
（
「
密
室
と
市
民
」
）

 
塚
本
邦
雄
が
近
代
歌
人
の
中
か
ら
与
謝
野
晶
子
は
別
に
し
て
認
め
る
歌
人
が

二
人
い
る
。
一
人
は
斎
藤
茂
吉
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
釈
遇
空
で
あ
る
。
と
も

に
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
を
母
胎
に
し
、
一
応
「
写
生
」
を
衷
傍
し
た
歌
人
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
二
人
の
「
写
生
」
派
歌
人
に
の
み
近
代
短
歌
の
「
金
字
塔
」
を
み
る
塚
本

は
一
体
彼
ら
の
中
に
何
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
わ
り
と
は
っ
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
8
）

り
と
で
て
き
た
も
の
に
昭
和
三
十
九
年
に
書
か
れ
た
「
短
歌
考
光
学
」
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
か
つ
て
『
幻
想
』
は
禁
句
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
、
近
代
短
歌

に
お
い
て
そ
の
制
作
の
目
的
を
、
幻
を
視
る
た
め
と
公
言
す
る
こ
と
は
、
タ
ブ

ー
で
あ
り
、
異
端
で
あ
り
、
例
外
的
で
あ
り
、
反
体
制
的
で
あ
っ
允
。
幻
想
へ

の
誘
い
は
即
ち
悪
で
あ
り
、
不
可
侵
侵
犯
犯
人
へ
の
無
言
の
指
弾
は
避
け
が
た

た
か
っ
た
。
」
で
は
じ
ま
る
強
烈
な
く
幻
想
V
へ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
斎
藤
茂
吉
と
釈
避
空
の
二
人
が
「
写
生
」
と
称
し
な
が
ら
実
は
〈
幻

想
〉
を
駆
使
す
る
幻
視
者
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
別
差
し
た
論
文
で
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
す
で
に
こ
れ
を
書
い
た
時
点
に
お
い
て
『
茂
吉
秀
歌
」
五
巻

の
構
想
が
胚
胎
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら

十
三
年
後
『
茂
吉
秀
歌
〈
赤
光
〉
百
首
』
の
刊
行
と
な
り
、
茂
吉
の
主
張
す
る
「
写

生
」
の
意
義
が
塚
本
の
主
張
す
る
く
幻
想
V
の
意
義
と
ア
マ
ル
ガ
ム
さ
れ
て
開

花
し
た
の
で
あ
る
。

二

製
品
『
赤
光
』
は
、
師
．
伊
藤
左
千
夫
の
死
を
悼
む
「
悲
報
來
」
十
首
の
、

も
っ
と
も
新
し
い
大
正
二
年
置
作
品
か
ら
逆
年
順
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
塚
本

邦
雄
は
こ
の
連
作
十
首
の
う
ち
五
首
ま
で
を
『
茂
吉
秀
歌
〈
赤
光
〉
百
首
』
の
申
で

と
り
あ
げ
論
述
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
み
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ら

ひ
た
走
る
わ
が
道
暗
し
し
ん
し
ん
と
堪
へ
か
ね
た
る
わ
が
道
く
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
た
る

ほ
の
ぼ
の
と
お
の
れ
光
り
て
な
が
れ
た
る
螢
を
殺
す
わ
が
道
く
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
く
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か

賢
き
る
を
と
こ
の
口
の
た
ば
こ
の
火
赤
か
り
け
れ
ば
見
て
走
り
た
り

 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
の
み
 
 
 
こ
な

赤
彦
と
赤
彦
が
吾
吾
に
疲
よ
と
蚤
と
り
粉
を
呉
れ
に
け
ず
や

け
し
 
 
 
む
か
 

う
み
 
 
 
 
し
な
の

嬰
粟
は
た
の
向
う
に
湖
の
光
り
た
る
信
濃
の
く
に
に
目
ざ
め
け
る
か
も

 
塚
本
氏
が
前
著
の
下
書
き
を
さ
れ
て
い
た
頃
、
電
話
を
か
け
て
こ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
位
 
「
悲
報
來
」
に
は
「
七
月
三
十
日
信
濃
上
諏
訪
に
滞
在
し
、
一
湯

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
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浴
び
て
農
よ
う
と
湯
壺
に
浸
っ
て
み
た
時
、
左
千
夫
先
生
死
ん
だ
と
い
ふ
電
報

を
受
取
つ
た
。
予
は
直
ち
に
高
木
な
る
島
木
赤
彦
宅
へ
走
る
。
夜
は
十
二
時
を

'
過
ぎ
て
み
た
。
し
と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
塚
本
邦
雄
は
言
ケ
の
で
あ

る
。
一
体
、
誰
が
茂
吉
に
あ
て
て
電
報
を
打
っ
た
の
・
で
あ
ろ
う
か
。
茂
吉
は
そ

 
の
時
、
何
の
た
め
に
信
州
に
来
て
お
り
、
当
日
、
．
赤
彦
は
東
京
か
ら
何
時
に
自

宅
に
帰
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

 
打
電
者
は
、
妻
の
輝
子
で
も
左
千
夫
の
身
内
で
も
無
く
h
ア
ラ
ラ
ギ
」
編
集

所
の
古
泉
千
樫
で
あ
る
。
茂
吉
は
翌
七
月
三
十
一
日
、
島
木
赤
彦
と
八
ケ
岳
に

 
 
 
 
ぬ
の
は
ん

登
る
べ
く
布
半
旅
館
で
待
機
し
て
お
り
、
赤
彦
は
一
週
間
前
か
ら
長
男
の
目
の

手
術
の
為
に
東
京
神
田
の
小
川
眼
科
医
に
行
き
、
三
十
日
の
夜
行
で
帰
っ
て
き

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
ま
で
の
事
実
は
、
従
来
の
研
究
や
赤
彦
日
記

を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
出
来
る
の
で
あ
る
。
塚
本
氏
は
そ
の
こ
と
を
よ

く
知
っ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
く
問
い
V
を
さ
ら
に
用
意
し
て
い
た
の
で
あ

 
る
。 

上
諏
訪
布
孚
旅
館
か
ら
下
諏
訪
高
木
村
の
島
木
赤
彦
宅
ま
で
、
茂
吉
が
い

か
な
る
道
を
「
ひ
た
走
」
つ
た
か
、
何
時
間
を
要
し
た
か
、
詞
書
の
「
夜
は

十
二
時
を
過
ぎ
て
み
た
」
は
出
三
時
か
途
中
か
、
螢
を
殺
し
た
の
は
ど
の
地

黙
か
、
氷
の
貯
藏
庫
は
い
っ
こ
に
實
在
し
た
の
か
、
搬
出
し
、
切
ら
れ
た
氷

'
は
い
つ
こ
に
持
ち
去
ら
れ
た
か
、
男
の
吸
っ
た
煙
草
の
銘
柄
は
何
か
。
 
（
二

七
頁
）

 
こ
の
う
ち
、
最
初
の
方
の
く
問
い
V
は
、
何
と
か
調
べ
れ
ば
お
お
よ
そ
推
測

が
つ
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
螢
を
殺
し
た
の
は
ど
の
地
点
か
」
あ
た
り
か
ら
、

何
と
も
茂
吉
以
外
の
人
に
は
解
ろ
う
は
ず
も
無
い
。
否
、
当
の
茂
吉
自
身
に
も

実
証
出
来
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
「
実
際
を
見
、
実
際
を
う
た
う
」
こ

と
を
表
看
板
に
し
た
茂
吉
。
乱
そ
う
し
た
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
写
生
理
論
を
継
承

し
、
事
実
の
み
を
も
と
に
お
い
て
調
べ
て
き
た
弟
子
達
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、
今

日
ま
で
の
多
く
の
茂
吉
像
が
描
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、
描
け
ば
描
く
だ
け
当
の

茂
吉
自
身
、
現
実
離
れ
す
る
か
逆
に
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
一
つ
は
「
あ
る
く
茂
吉
〉
」
 
（
ザ
イ
ン
）
の
事
実
の
み
を
実
証
す
る
が
為

に
「
あ
る
べ
か
り
し
く
茂
吉
〉
」
（
ゾ
レ
ン
）
の
可
能
性
の
像
が
削
り
と
ら
れ
、

結
果
の
み
の
矯
小
な
る
人
物
像
し
か
描
け
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
も
う
一
つ

は
、
「
あ
る
く
茂
吉
〉
」
（
ザ
イ
ン
）
の
像
と
い
え
ど
も
、
実
証
し
て
ゆ
く
と
き

塚
本
邦
雄
が
先
程
問
い
つ
め
た
よ
う
に
検
証
不
可
能
な
部
分
を
多
く
胚
胎
し
て

い
る
こ
と
に
よ
る
。
実
は
塚
本
の
こ
う
し
た
実
在
・
実
証
へ
の
疑
問
は
、
そ
れ

を
調
べ
る
こ
と
が
い
か
に
文
学
の
世
界
に
お
い
て
無
意
味
で
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
再
確
認
す
る
た
め
の
氏
一
流
の
、
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
七
つ
の
く
問
い
V
が
け
っ
し
て
茂
吉
を
断
罪
す
る
た
め
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
次
の
文
章
の
中
に
も
は
っ
き
り
と

刻
印
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
い
ん

 
だ
が
私
に
と
っ
て
興
味
の
あ
る
の
は
、
こ
の
官
庫
傳
達
の
途
次
、
無
し
く

目
に
隠
れ
た
で
あ
ら
う
事
物
風
光
、
数
限
り
な
く
生
じ
た
で
あ
ら
う
彼
自
身

の
學
止
動
作
の
中
、
茂
吉
が
選
り
に
選
っ
て
ま
つ
螢
を
、
次
に
は
採
氷
人
夫

を
、
そ
の
次
に
彼
の
煙
草
火
を
、
、
か
く
も
鮮
や
か
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
れ
あ
じ

た
と
い
ふ
、
そ
の
「
選
び
」
の
算
え
た
感
覚
と
異
常
な
切
味
で
あ
る
。
 
（
二

七
～
二
八
頁
）
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／

 
塚
本
氏
は
茂
吉
短
歌
の
特
立
性
を
実
際
、
事
実
を
た
く
み
に
描
い
た
と
い
う

と
こ
ろ
に
み
る
の
で
は
な
く
、
実
際
、
事
実
の
中
か
ら
何
を
詩
人
と
し
て
摘
出

し
、
詩
人
と
し
て
詩
興
（
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
デ
ィ
リ
ア
ル
）
を
選
び
だ
す
か
と

い
う
「
選
び
」
の
冴
に
み
で
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
彦
宅
ま
で
ゆ
く

途
次
、
千
も
万
も
出
会
っ
た
で
あ
ろ
う
事
件
、
風
景
、
感
情
の
中
か
ら
「
螢
」

を
選
び
、
「
採
氷
人
夫
」
を
選
び
、
「
煙
草
火
」
を
選
ん
だ
「
選
び
」
の
冴
を

塚
本
は
先
ず
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
選
ぶ
に
は
選
ぶ
だ
け
の
根
拠
が
あ
っ
た
は

ず
だ
。
そ
れ
こ
そ
茂
吉
の
方
法
、
美
学
そ
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

と
き
塚
本
邦
雄
は
茂
吉
を
全
的
に
解
放
し
た
と
い
え
る
。
ど
こ
に
解
放
し
た
か

ど
い
う
と
、
茂
吉
と
い
う
歌
人
が
赤
彦
邸
へ
の
途
次
「
み
た
」
も
の
は
、
現
実

の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
心
の
中
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
想
像
で
あ
ろ
う
と
す
べ

'
て
「
み
た
」
も
の
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
解
放
し
た
の
で
あ
る
。

 
塚
本
の
「
悲
報
来
」
の
読
み
の
も
う
一
つ
の
特
立
性
は
、
茂
吉
の
歌
を
塚
本

邦
雄
の
透
視
法
を
く
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
お
も
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
よ
み
が
え

ち
せ
る
深
読
み
の
妙
味
に
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
『
赤
光
」
の
く
赤
V
の

モ
チ
ー
フ
を
従
来
の
よ
う
に
、
表
面
的
に
徴
表
す
る
〈
赤
〉
の
字
に
み
る
の
で

は
な
く
、
一
首
の
歌
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
く
赤
V
を
読
み
と
る
と
い
う
透
視
法

に
よ
っ
て
一
首
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
こ
こ
に
あ
げ
た

「
悲
報
来
」
の
一
連
に
お
い
て
も
み
ご
と
に
証
明
さ
れ
て
ゆ
く
。

か
し
な
が
ら
蹟
き
が
ち
に
駈
け
る
、
駈
け
ね
ば
な
ら
ぬ
心
が
「
暗
し
」
「
く

ら
し
」
と
繰
返
さ
せ
た
。
た
と
へ
満
月
の
深
更
で
あ
っ
た
と
て
、
作
者
に

は
、
こ
の
「
道
」
は
た
だ
た
だ
暗
く
、
痛
惜
と
暫
偲
の
思
は
彼
を
苛
む
。

（
二
一
二
頁
）

 
冒
頭
の
一
首
は
、
塚
本
邦
雄
の
〈
赤
〉
の
深
読
み
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
も
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
や
み

る
。
外
面
的
に
は
こ
の
一
首
、
真
闇
に
包
ま
れ
何
ひ
と
つ
く
赤
V
は
み
え
な

い
。
だ
が
、
塚
本
氏
は
こ
の
〈
ま
や
み
〉
を
茂
吉
の
心
の
中
の
く
ま
や
み
V

に
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
り
逆
に
外
面
的
に
は
「
満
月
の
深
更
」
を
顕
在
化
さ

せ
て
み
せ
る
。
こ
こ
ま
で
の
よ
み
の
深
さ
を
配
慮
し
て
い
る
塚
本
に
と
っ
て
、

次
の
二
首
目
か
ら
は
客
易
に
『
赤
光
』
の
く
赤
V
を
抽
出
で
き
る
。

 
私
は
二
首
の
螢
に
、
蒼
白
の
火
と
、
不
吉
な
に
ほ
ひ
と
共
に
、
例
の
赤

い
首
筋
を
無
意
識
に
思
ひ
描
く
。
夜
目
に
は
轟
の
色
も
形
も
見
え
な
い
。
し

か
し
「
螢
」
の
文
字
は
そ
れ
を
見
さ
せ
る
。
茂
吉
の
意
圖
は
知
る
由
も
な
い

が
、
 
『
赤
光
』
の
赤
は
こ
こ
で
ひ
そ
か
に
準
備
さ
れ
、
こ
の
一
聯
に
鮎
滅
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
が
け

る
そ
の
赤
色
閃
光
の
、
こ
れ
は
魁
に
他
な
ら
ぬ
。
 
（
二
五
頁
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ち
一
 
 
 
 
 
あ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
を
と
こ
の
口
の
た
ば
こ
の
火
赤
か
り
け
れ
ば
」
こ
の
残
酷
な
く
ら
み
美
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
幻
像
は
ど
う
で
あ
ら
う
。
第
二
の
赤
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
螢
に
比
べ
遙
か
に

 
 
 
 
 
 
 
み
ち

「
ひ
た
走
る
わ
が
道
」
は
、
晩
夏
深
夜
の
草
い
き
れ
と
、
降
り
そ
め
た
夜
露
 
 
層
 
強
い
。
（
二
九
頁
）

の
に
ほ
ひ
が
漂
ふ
。
い
か
な
る
月
夜
か
星
月
夜
か
、
は
た
ま
た
曇
天
か
は
知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
ぢ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
ね
、
そ
の
道
は
彼
自
身
の
心
の
道
に
似
て
、
，
模
糊
と
、
白
白
と
目
路
の
彼
 
 
 
 
意
識
的
に
か
偶
然
に
か
、
赤
彦
の
「
赤
」
は
、
『
赤
光
」
初
版
巻
頭
作
に

方
へ
績
い
て
る
た
だ
ら
う
。
そ
の
さ
だ
か
な
ら
ぬ
道
を
、
ま
し
く
ら
に
、
し
 
 
 
お
け
る
、
番
三
番
目
の
赤
色
暗
示
に
他
な
ら
ぬ
ゆ
ゑ
に
で
あ
る
。
（
一
一
二
頁
）

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
一
『
茂
吉
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赤
光
V
百
首
」
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中
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と
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一
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、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

 
一
霞
、
＼
雛
密
粟
の
緋
の
花
が
、
小
さ
な
火
花
の
や
う
に
網
膜
に
爆
ぜ
散

る
。
そ
の
瞬
間
の
赤
を
近
景
に
、
彼
方
に
は
藍
青
の
湖
。
 
（
三
三
頁
）

 
螢
の
「
光
り
」
に
く
赤
V
を
よ
み
と
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
だ
が
塚
本

邦
雄
は
こ
ζ
で
も
「
螢
」
と
い
う
文
字
の
背
後
に
の
こ
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

「
螢
の
赤
い
首
筋
」
・
を
お
も
い
え
が
く
。
次
に
「
を
と
こ
の
口
の
た
ば
こ
の

火
」
の
く
赤
V
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
煙
草
の
火
の
あ
か

る
さ
の
み
で
な
く
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
「
美
し
い
幻
想
」
に
ま
で
夢
を
た
く
し

て
く
赤
V
を
よ
み
こ
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
塚
本
の
く
赤
V
の
よ
み

こ
み
の
最
高
の
妙
味
を
み
せ
て
く
れ
る
の
は
「
島
木
赤
彦
」
の
「
赤
」
に
焦
点

を
あ
わ
せ
「
『
赤
彦
」
な
ど
、
實
在
で
あ
り
な
が
ら
創
作
以
上
の
お
も
し
ろ
さ

を
生
む
。
こ
れ
が
『
島
木
氏
と
そ
の
妻
」
で
あ
っ
た
ら
一
首
の
債
値
は
半
減
す

る
。
 
『
千
樫
」
で
も
『
百
穂
』
で
も
『
麓
』
で
も
、
、
あ
る
ひ
は
、
ま
た
『
白

秋
」
で
も
「
鐵
幹
』
で
も
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
、
風
趣
、
雅
致
に
溢
れ
た
各
で
あ

り
、
『
赤
彦
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
好
蜀
照
と
な
り
得
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
ζ
の

歌
で
は
皆
失
格
だ
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
固
有
名
詞
の
「
島
木
赤
彦
」

の
「
赤
」
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
こ
れ
こ
そ
「
第
三
番
目
の
赤
色
暗
示
」
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
「
嬰
粟
」
の
中
に
、
さ
ヶ
げ
な
い
が
絶
妙
の

〈
赤
〉
の
モ
チ
ー
フ
を
み
て
ゆ
く
。
，
そ
れ
も
「
密
粟
は
た
（
畑
）
」
で
あ
る
こ

と
に
塚
本
は
気
づ
い
て
い
る
。
「
け
し
は
た
」
と
い
う
文
字
の
彼
方
に
「
＝
韻
、
雛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

密
粟
の
緋
の
花
が
、
小
さ
な
火
花
の
や
う
に
綱
膜
に
爆
ぜ
散
る
」
と
い
う
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ほ
じ
う
 
 
 
な
が
れ
な
み

し
て
塚
本
は
こ
の
一
連
の
捧
尾
の
二
首
「
諏
訪
の
う
み
に
遠
白
く
立
つ
流
波

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
さ
や

つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
見
ん
と
思
へ
や
」
「
あ
か
あ
か
と
朝
焼
け
に
け
り
ひ
ん
が
し

農
蟻
の
鵡
朝
焼
け
に
け
り
」
を
あ
げ
・
「
朝
焼
け
」
の
く
赤
V
を
も
っ
て
こ

の
一
連
の
打
ち
留
め
に
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
。
そ
し
て
、
だ
が
、
満
月
の

く
赤
V
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は
じ
ま
り
、
螢
の
首
筋
の
く
赤
V
、
煙
草
の
火
の

く
赤
V
、
赤
彦
の
く
赤
V
、
馨
粟
の
〈
赤
V
、
朝
焼
け
の
八
赤
〉
と
つ
な
い

で
き
た
く
赤
V
の
モ
チ
ー
フ
は
「
念
念
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
ふ
べ
く
も
な

い
」
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
本
読
み
と
茂
吉
の
資
質
か
ら
く
る
美
意

識
の
二
つ
を
す
く
い
あ
げ
る
こ
と
に
賭
け
る
。
こ
の
と
き
塚
本
邦
雄
は
「
あ
る

く
茂
吉
V
」
 
（
ザ
イ
ン
）
の
事
実
の
側
面
と
、
「
あ
る
べ
か
り
し
く
茂
吉
V
」

（
ゾ
レ
ン
）
の
可
能
性
の
像
を
全
的
に
と
ら
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

三

 
斎
藤
茂
吉
の
歌
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
や
は
り
一
番
大
き
な
問
題
点
は
十
七
歌

集
に
含
ま
れ
る
一
万
三
千
余
首
の
歌
の
振
幅
を
、
ど
う
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
で
と
ら
え
一
つ
の
茂
吉
像
を
創
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思

ヶ
。
創
作
者
茂
吉
に
対
置
さ
せ
る
享
受
主
体
の
「
方
法
」
が
明
確
に
う
ち
だ

さ
れ
な
い
以
上
、
真
の
茂
吉
像
な
ど
浮
か
び
あ
が
り
は
し
な
い
の
だ
。
塚
本

邦
雄
の
『
茂
吉
秀
歌
〈
赤
光
〉
百
首
』
と
い
う
本
の
面
白
さ
は
、
 
一
面
に
お
い
て

「
塚
本
邦
雄
の
方
法
」
の
著
と
い
う
性
格
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

『
赤
光
」
は
大
正
十
年
、
数
多
創
除
改
訂
の
上
、
七
百
六
十
首
所
収
の
「
改

選
版
」
上
梓
を
見
た
。
著
者
は
こ
れ
を
定
本
と
し
て
み
る
が
、
私
は
削
除
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
が

れ
た
作
品
の
性
質
に
も
鑑
み
、
輩
純
な
誤
記
、
誤
植
の
修
正
以
外
は
「
初

版
」
に
擦
っ
た
。
作
者
が
「
實
際
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
」
と
称
へ
つ
つ
、
自
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在
奔
放
に
視
、
感
じ
、
描
き
書
し
た
幻
想
の
王
臣
、
不
思
議
の
國
を
、
他
の
鑑

賞
家
、
研
究
家
と
に
異
っ
た
方
法
で
、
別
の
コ
ー
ス
を
探
検
し
て
み
よ
う
。

（
「
「
赤
光
」
解
題
」
・
一
八
頁
）

 
彼
の
高
名
な
幾
つ
か
は
、
神
経
の
異
常
な
緊
張
と
痙
攣
を
誘
ふ
、
超
現
三

二
、
嗜
虐
的
な
主
題
と
修
僻
で
成
り
立
っ
て
る
る
。
軍
に
新
し
く
、
軍
に

感
動
的
な
歌
な
ら
、
他
に
い
く
ら
も
好
・
例
が
あ
ら
う
。
あ
る
に
も
か
か
は
ら

ず
、
人
人
は
茂
吉
の
、
一
見
難
解
で
、
＝
韻
非
情
な
作
品
に
、
い
っ
と
は
知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
り
こ

ら
ず
魅
せ
ら
れ
、
つ
ひ
に
は
こ
れ
の
檎
と
な
る
。

 
詩
歌
と
は
畢
寛
そ
の
や
う
な
も
の
だ
。
そ
し
て
私
は
今
、
「
そ
の
や
う
な
」

不
思
議
を
解
明
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
從
来
の
茂
吉
自
身
の
「
写
生
」
の
9

説
に
随
順
し
、
ひ
い
て
は
弟
子
、
一
門
の
徒
と
し
て
ひ
た
す
ら
鑛
仰
す
る
「
解

説
」
も
一
つ
の
タ
イ
プ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
三
さ
て
お
き
、
私
は
別
の

角
度
か
ら
茂
吉
の
歌
を
照
射
し
、
そ
の
秘
密
に
肉
薄
し
た
か
っ
た
。
 
（
「
駿

-
茂
吉
啓
明
」
・
三
二
一
二
頁
）

 
先
ず
、
塚
本
邦
雄
が
『
赤
光
』
を
鑑
賞
す
る
場
合
に
初
版
『
赤
光
』
に
よ
っ

た
こ
と
と
、
百
首
に
限
定
し
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
初
版
『
赤
光
』
に

拠
っ
た
意
味
は
八
百
三
十
四
首
に
注
目
し
、
改
選
版
『
赤
光
」
の
七
百
六
十
首

と
の
増
減
七
十
乳
首
の
申
か
ら
五
首
を
す
く
い
あ
げ
た
こ
と
と
、
初
版
の
方
が

「
自
在
奔
放
に
視
、
感
じ
、
描
き
蓋
し
た
幻
想
の
王
国
」
が
よ
り
い
か
さ
れ
て

あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

 
次
に
百
首
に
限
定
し
た
の
は
、
塚
本
の
完
壁
性
か
ら
く
る
百
首
好
み
と
、
百

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

首
の
美
学
が
根
源
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
『
定
家
百
首
』
 
『
百

 
（
註
1
0
）
 
 
 
 
（
註
1
1
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
）
 
 
 
 
（
註
1
3
）

句
燦
燦
』
『
王
朝
百
首
』
『
現
代
百
人
一
首
一
一
九
七
七
年
版
」
『
秀
吟
百
趣
』

 
 
 
 
（
註
1
4
）
 
 
 
 
 
 
（
註
1
5
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
6
）

 
『
珠
玉
百
歌
仙
』
『
百
花
遊
歴
』
『
新
歌
枕
東
西
百
景
』
等
、
だ
い
た
い
に
あ

い
て
こ
の
種
の
刊
本
は
、
百
首
を
選
別
す
る
自
己
（
塚
本
）
の
側
の
美
意
識
を

披
渥
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
の
上
で
、
彼
の
鑑
賞
の
問
題
は
「
他
の
鑑
賞
家
、
研
究
家
と
は
異
な
っ
た

方
法
」
を
い
い
「
別
の
角
度
」
か
ら
茂
吉
の
歌
を
照
射
す
る
こ
と
が
前
提
に
な

っ
て
い
る
。
「
異
な
っ
た
方
法
」
「
別
の
角
度
」
と
は
何
か
、
と
い
う
と
そ
れ

は
先
の
「
悲
報
來
」
の
と
こ
ろ
で
も
み
た
よ
う
に
、
従
来
の
実
証
主
義
に
の
み

，
重
き
を
お
く
考
察
を
否
定
し
、
〈
幻
想
〉
の
視
点
を
導
入
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。

 
 
 
ど
り
 
 
 
 
 
ゐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
そ
り
と
ぎ

①
め
ん
難
ら
砂
あ
び
居
た
れ
ひ
っ
そ
り
と
剃
刀
研
人
は
過
ぎ
行
き
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
月
三
十
日
）

 
 
 
 
 
し
ゃ
ん
は
い
 
 
・
 
ゐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か

②
た
た
か
ひ
は
上
海
に
起
り
居
た
り
け
り
鳳
仙
花
紅
く
散
り
み
た
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
前
）

 
 
 
 
 
 
 
そ
ひ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ほ
た
 
 
 
 
 
て
ん
 
き
こ

③
死
に
近
き
母
に
添
疲
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
つ
天
に
聞
ゆ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
死
に
た
ま
ふ
母
．
其
の
二
）

 
 
 
 
 
つ
ば
く
ら
め
 
 
 
 
は
り
 
 
 
 
 
た
ら
ち

④
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
み
て
足
乳
ね
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
前
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
こ

⑤
ゴ
オ
ガ
ン
の
自
書
盗
み
れ
ば
み
ち
の
く
に
山
鴬
殺
し
し
そ
の
日
お
も
ほ
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
折
に
鯛
れ
て
）

 
 
 
 
い
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
っ
た
 
 
 
 
 
つ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

⑥
郊
外
に
未
だ
落
ち
る
ぬ
こ
こ
ろ
も
て
螺
蛛
に
ぎ
れ
ば
冷
た
き
も
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
郊
外
の
牛
日
）

 
か
が
 
 
 
 
 
せ
っ
ぺ
ん
 
そ
 
 
 
 
 
あ
け
び

⑦
屈
ま
り
て
謄
の
切
片
を
染
め
な
が
ら
通
草
の
は
な
を
お
も
ふ
な
り
け
り

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
一
「
茂
吉
秀
歌
〈
赤
光
〉
百
首
」
を
中
心
と
し
て
一
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（
折
々
の
歌
）

 
 
 
 
 
 
 
け
ん
ぞ
く
 
 
 
 
．
 
 
 
 
を
ん
が
い

⑧
長
鳴
く
は
か
の
大
族
の
な
が
鳴
く
は
細
身
に
し
て
火
は
燃
え
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
犬
の
長
鳴
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
く
ほ
ど

⑨
赤
茄
子
の
腐
れ
て
み
た
る
と
こ
ろ
よ
り
幾
程
も
な
き
歩
み
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
木
の
實
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
し
る

⑩
死
に
し
つ
む
火
山
の
う
へ
に
わ
が
母
の
乳
汁
の
色
の
み
つ
見
ゆ
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
藏
王
山
）

 
塚
本
邦
雄
は
百
首
の
中
で
も
こ
こ
に
あ
げ
た
十
首
あ
た
り
を
こ
と
さ
ら
傑
作

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

 
 
「
高
名
の
歌
」
と
い
い
、
『
劃
期
的
な
作
品
」
、
「
断
然
群
を
抜
き
、
今
日
に

到
る
ま
で
比
肩
す
べ
き
作
品
は
容
易
に
運
算
ら
な
い
」
「
比
類
稀
な
る
絶
唱
」

と
い
い
、
⑤
に
い
た
っ
て
は
「
『
赤
光
』
の
白
眉
と
す
る
の
み
で
な
く
、
近
代

短
歌
の
秀
作
の
第
一
に
数
へ
た
い
く
ら
ゐ
」
と
賞
揚
し
、
さ
ら
に
「
珠
玉
作
」

「
若
書
に
見
る
特
徴
で
あ
り
魅
力
の
一
面
」
「
怖
る
べ
き
歌
」
と
い
い
、
「
『
赤

光
』
中
屈
指
の
歌
」
「
佳
品
」
と
い
っ
て
い
る
。
塚
本
の
賞
揚
す
る
作
品
は
こ

れ
ら
十
首
の
中
に
全
円
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
。
そ
し
て
塚
本
邦
雄
の
百
首
選
は
以
上
の
よ
う
な
絶
唱
作
品
を
抽
出
す
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

こ
ろ
へ
む
か
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
冒
頭
歌
・
捧
尾
翼
や
全
体
の
中
で
地

へ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
し
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

唱
の
役
割
を
し
て
い
る
作
品
や
表
記
に
特
徴
の
あ
る
作
品
や
理
屈
抜
き
で
面
白

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

・
い
作
品
や
塚
本
の
深
読
み
を
さ
そ
う
作
品
に
ま
で
目
配
さ
れ
て
抽
出
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
十
首
の
作
品
の
傑
作
の
所
以
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点

を
評
価
し
て
い
る
。

 
ノ真

①
 
 
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
内
部
の
み
で
な
く
、
大
方
の
歌
人
が
、
無
意
識
に
し
ろ
、

 
 
そ
れ
ま
で
の
短
歌
に
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
、
素
材
の
不
條
理
な
配
合
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
ま
が
ま
が

 
 
れ
か
ら
生
れ
る
禍
禍
し
い
気
配
、
す
な
は
ち
、
あ
り
得
べ
き
新
し
い
歌
の

 
姿
を
予
感
し
た
の
だ
。
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
「
．
 
 
 
 
（
四
五
頁
）

 
ノ

②
 
鳳
仙
花
と
上
海
動
臨
、
こ
の
二
物
衝
撃
、
二
者
の
意
外
な
出
會
に
よ
っ
て

 
 
生
ず
る
美
的
空
間
は
、
近
代
短
歌
の
中
で
も
、
『
赤
光
」
一
巻
の
中
で
も
、

 
瞠
目
に
値
し
よ
う
。
は
っ
と
す
る
く
ら
み
新
し
い
、
緊
張
と
職
慎
を
伴
っ
た

 
短
歌
な
ど
、
，
か
つ
て
誰
が
豫
想
し
、
誰
が
實
践
し
て
見
せ
て
く
れ
た
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
八
頁
）

 
！
 
 
 
 
 
 
 
か
な
め
て
ん
せ
い

③
こ
の
一
首
要
、
黙
晴
と
な
る
の
は
、
第
三
句
の
「
し
ん
し
ん
と
」
で
あ

 
 
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
三
頁
）
、

ノ

④
災
の
燕
と
瀕
死
の
母
の
照
鷹
は
衝
撃
的
な
美
し
さ
だ
。
あ
へ
て
美
と
い
は

 
う
。
そ
れ
も
崇
高
、
敬
歪
な
美
と
は
必
ず
し
も
言
へ
ぬ
。
こ
れ
も
亦
あ
へ
て

 
言
は
ば
淺
酷
な
美
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
五
頁
）

ノ⑤
そ
の
赤
が
い
さ
さ
か
書
面
の
背
後
に
退
き
、
暗
醗
で
、
い
さ
き
か
は
肉
の

 
香
の
澱
む
真
像
に
、
む
ら
む
ら
と
彼
一
流
の
幻
想
を
抱
い
た
の
は
、
當
然
の

 
 
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
慶
賀
，
の
．
至
り
で
あ
っ
た
。
 
 
 
（
～
四
八
頁
）

ノ

⑥
微
か
な
嗜
虐
的
快
感
と
、
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
思
は
せ
る
感
覚
だ
。

 
深
刻
な
意
味
は
な
い
。
固
く
淺
い
と
こ
ろ
で
瞬
間
の
驚
き
を
心
し
な
が
ら
、

 
心
の
裂
目
を
垣
間
見
さ
せ
る
作
品
で
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
思
議
な
感
性

 
 
の
燵
め
き
は
、
次
の
各
自
に
も
明
ら
か
だ
。
 
 
 
（
一
七
七
～
一
七
八
頁
）

ノ

⑦
 
巧
妙
な
超
現
實
手
法
な
ど
騙
忙
し
て
る
な
い
の
に
、
歌
そ
の
も
の
は
、
現

 
實
を
遙
か
に
突
き
抜
け
た
次
元
に
翔
る
趣
、
こ
れ
が
茂
吉
の
若
書
に
見
る
特

 
徴
で
あ
わ
魅
力
の
一
面
だ
ら
う
。
 
 
．
 
・
 
 
 
 
（
一
九
六
頁
）
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ノ⑧
こ
の
歌
の
獣
示
録
的
な
、
不
可
解
な
魅
力
を
決
定
す
る
の
は
、
「
至
芸
」

 
と
「
遠
街
」
な
る
二
つ
の
強
い
抑
揚
を
持
つ
言
葉
で
あ
ら
う
。
作
者
は
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
り
み

 
ら
か
に
、
管
理
を
十
分
意
識
し
て
、
こ
め
言
葉
を
選
び
、
や
や
反
身
に
な
づ

 
て
、
得
意
げ
に
使
用
し
て
み
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
＝
三
頁
）

ノ

⑨
私
は
特
殊
な
嚢
想
と
文
園
に
甚
し
く
引
か
れ
る
。
淺
酷
な
断
定
と
切
捨
に

 
反
擾
を
感
じ
つ
つ
、
舌
鼓
を
打
つ
。
作
者
の
例
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
無
意
'

 
識
の
、
鋭
い
言
葉
の
選
び
に
膝
を
打
つ
。
 
 
 
 
 
 
 
（
二
二
三
頁
）

ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
へ

⑩
恐
ら
く
、
湖
が
直
射
日
光
を
反
し
て
、
一
面
に
乳
白
色
に
輝
く
の
を
「
篤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た

 
生
」
す
る
以
前
に
、
茂
吉
の
心
の
申
に
は
「
足
乳
根
」
の
母
の
面
影
が
顯
つ

 
て
る
た
の
で
あ
ら
う
。
湖
は
た
と
へ
肉
眼
に
は
紺
青
に
澄
ん
で
見
え
よ
う
と

 
も
、
彼
の
記
憶
の
溢
れ
る
乳
汁
の
そ
の
一
滴
の
た
め
に
、
一
瞬
に
し
て
白
く

 
変
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
、
ま
こ
と
の
「
塾
生
」
と
は
、
そ
の
不
思

 
議
を
窟
す
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。
 
 
 
 
 
 
（
二
五
六
頁
）

 
塚
本
邦
雄
は
、
①
「
め
ん
難
ら
」
の
作
品
の
特
立
性
に
つ
い
て
、
「
高
い
調

べ
」
で
も
「
技
、
神
に
入
る
ば
か
り
の
精
妙
な
修
蹉
」
で
も
な
く
、
ま
し
て
や

茂
吉
自
身
が
あ
と
か
ら
回
顧
し
た
自
室
の
前
の
裏
通
り
の
、
連
日
の
、
あ
り
の

ま
ま
の
嘱
目
詠
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
・
「
不
気
味
な
静
寂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
そ
り
と
ぎ

と
緊
張
感
」
を
秘
め
た
「
め
ん
難
」
と
「
剃
刀
研
人
」
の
素
材
の
不
条
理
な
配

合
に
よ
る
幻
想
性
に
み
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
ご
ど
は
②
「
た
た
か
ひ
は
」
の

歌
に
対
し
て
も
写
生
の
実
践
と
は
ほ
ど
と
お
い
い
「
た
た
か
ひ
」
と
「
鳳
仙
花
」

の
二
物
衝
撃
、
二
者
の
意
外
な
出
会
に
よ
っ
て
生
ず
る
美
的
空
間
か
ら
か
も
し

だ
さ
れ
る
幻
想
性
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
．
と
こ
ろ
に
も
共
通
す
る
。
又
、
「
死

に
た
ま
ふ
母
」
の
一
連
の
作
品
に
対
し
て
も
単
に
死
を
身
近
に
み
と
っ
た
感
情
，

-
の
昂
揚
を
言
う
の
で
は
な
く
、
③
「
し
ん
し
ん
」
と
い
う
語
の
絶
妙
の
斡
旋
と
④

 
「
巣
の
燕
と
瀕
死
の
母
の
照
鷹
」
に
よ
る
衝
撃
的
な
美
と
残
酷
な
美
の
創
造
、

さ
ら
に
は
⑤
「
山
鷲
」
か
ら
「
ゴ
オ
ガ
ン
の
自
書
像
」
へ
と
飛
躍
す
る
「
彼
一

流
の
幻
想
」
性
を
賞
揚
し
て
い
る
。
⑥
「
郊
外
に
」
．
の
歌
之
⑦
「
屈
ま
り
て
」

の
歌
に
つ
い
て
も
、
何
を
し
に
郊
外
に
来
た
の
か
、
と
い
う
事
実
論
議
や
巣
鴨

病
院
研
究
室
の
呉
教
授
を
ク
ロ
「
ズ
ア
ッ
プ
す
る
事
実
論
議
の
評
価
を
く
つ
が

え
し
嗜
虐
的
快
感
と
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
思
わ
せ
る
「
不
思
議
な
感
性
の

煙
あ
き
」
を
評
価
し
、
「
三
智
を
遙
か
に
突
き
抜
け
た
次
元
に
翔
け
る
」
作
品

の
幻
想
性
を
評
価
し
て
い
る
。
又
⑧
「
長
鳴
く
は
」
の
歌
に
つ
い
て
も
、
作
者

自
身
が
言
っ
て
い
る
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
い
う
の
で
は
な
く
「
犬
族
」
と
「
遠

街
」
の
二
物
衝
撃
に
よ
る
不
可
解
な
幻
想
的
魅
力
層
い
い
、
⑨
「
赤
茄
子
の
」
・

の
歌
に
つ
い
て
は
作
者
の
「
無
意
識
の
、
鋭
い
言
葉
の
選
び
」
に
よ
る
幻
想
性

を
評
価
し
、
最
後
の
⑩
「
死
に
し
つ
む
」
の
歌
に
つ
い
て
は
「
『
窟
生
」
す
る
以

'
前
」
に
お
け
る
「
茂
吉
の
心
の
中
」
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
幻
想
性
を
評
価
し
、

 
「
私
は
、
ま
こ
と
の
『
寓
生
」
と
は
、
そ
の
不
可
思
議
を
篤
す
こ
乏
で
は
あ
る

ま
い
か
と
思
う
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
十
首
の
作
品
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
と
き
、
'

塚
本
邦
雄
の
茂
吉
評
価
の
特
立
性
は
、
従
来
の
茂
吉
自
身
の
い
う
「
あ
り
の
ま

ま
」
で
も
、
又
弟
子
達
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
ゆ
え
に
高
し
と
す
る
評
価
で
も
な

く
、
一
首
の
作
品
が
言
葉
の
自
立
性
を
獲
得
し
た
幻
想
性
ゆ
え
の
傑
作
性
へ
と

自
立
ざ
せ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

無

い
つ
れ
も
嘱
目
で
あ
り
篤
生
で
あ
る
。
後
後
の
彼
の
論
と
歌
を
統
べ
る

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
一
「
茂
吉
秀
歌
〈
赤
光
〉
百
首
」
を
中
心
と
し
て
一
，
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．
〆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

「
篤
生
」
、
そ
の
無
限
に
増
殖
、
拡
張
さ
れ
る
詩
論
の
中
の
、
狭
義
の
「
窟

生
」
の
、
好
悪
爾
様
の
意
味
で
の
典
型
と
な
り
さ
う
な
歌
の
前
驕
で
も
あ
ら

う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
二
～
四
三
頁
）

 
尤
も
、
こ
の
遠
望
の
ゆ
ゑ
の
無
名
樹
な
ら
、
・
窩
実
派
の
歌
人
は
制
作
以
前

に
、
必
ず
近
づ
い
て
確
認
す
る
も
の
だ
非
寓
実
主
義
の
人
な
ら
ば
、
樹
の
名

を
知
る
知
ら
ぬ
に
は
拘
ら
ず
、
そ
の
作
品
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
国
名
を
歌
ひ

こ
む
だ
ら
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
七
～
五
八
頁
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
従
来
の
「
写
生
」
の
概
念
に
対
し
て
塚
本
邦
雄
は
一
言
「
狭
義
の
『
篤
生
』
」

と
命
銘
す
る
。
こ
う
い
う
と
き
、
こ
こ
で
つ
か
わ
れ
る
「
早
生
」
は
「
み
た
も

の
そ
の
ま
ま
」
を
さ
し
、
又
「
み
た
も
の
そ
の
ま
ま
を
駕
す
」
ど
い
う
く
素
朴

実
在
論
V
と
く
素
朴
言
語
論
V
か
ら
増
殖
さ
れ
る
歌
篇
を
さ
す
こ
と
を
お
い
て

な
い
。
〈
素
朴
実
在
論
〉
と
は
、
引
用
文
中
の
「
無
名
樹
な
ら
、
窟
実
派
の
歌

人
は
制
作
以
前
に
、
必
ず
近
づ
い
て
確
認
す
る
も
の
だ
」
と
皮
肉
っ
て
み
せ
た

よ
う
に
、
素
朴
に
目
に
見
え
た
「
樹
」
な
ら
「
樹
」
の
実
在
と
名
前
に
む
か
っ

て
・
そ
れ
が
「
桐
」
艦
「
搬
醤
か
・
は
た
ま
た
安
置
か
灘
毬
で
あ
る

か
を
忠
実
に
調
べ
、
又
そ
れ
が
「
人
間
」
だ
っ
た
ら
そ
の
人
の
身
元
調
査
に
ま

で
お
も
む
き
、
「
み
た
も
の
そ
の
ま
ま
」
を
素
朴
に
信
じ
る
こ
と
を
さ
す
。
又

く
素
朴
言
語
論
V
と
は
、
そ
の
実
在
性
が
言
語
に
変
換
さ
れ
る
と
き
も
素
朴
に

「
そ
の
ま
ま
を
写
す
」
こ
と
が
出
来
る
と
一
元
的
に
考
え
る
言
語
論
で
あ
る
。
‘

塚
本
邦
雄
は
く
幻
想
V
〈
幻
視
V
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
確
立
す
る
こ
と
に

よ
り
、
茂
吉
が
、
そ
し
て
茂
吉
の
歌
が
単
な
る
「
素
朴
実
在
」
「
素
朴
言
語
」
の

領
域
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
こ
と
を
別
果
し
て
み
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
一
聯
も
、
恐
ら
く
は
茂
吉
の
事
務
的
と
言
っ
て
も
よ
い
「
あ
り
の
ま

ま
」
の
描
写
が
、
近
え
近
え
と
し
た
シ
ー
ン
を
生
ん
で
み
る
。
「
ひ
た
赤
し
」

に
先
ん
ず
る
次
の
二
首
な
ど
も
，
そ
の
意
味
で
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
無
意

識
に
残
酷
な
、
異
常
な
美
を
創
っ
て
み
る
や
う
に
見
え
る
作
者
の
、
拝
情
的

な
横
顔
が
新
鮮
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
二
頁
）

 
恐
ら
く
、
こ
の
度
も
亦
、
茂
吉
は
、
題
名
の
「
呉
竹
の
根
岸
の
里
」
、
子

規
払
子
を
訪
れ
た
折
、
途
上
で
偶
然
見
か
け
た
も
の
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
、

窟
生
し
た
だ
け
な
の
だ
ら
う
。
私
は
そ
れ
な
ら
な
ほ
の
こ
と
標
然
と
す
る
。

何
ら
告
嚢
の
意
圖
も
な
く
、
創
作
意
識
な
ど
爪
の
垢
ほ
ど
も
無
く
、
こ
れ
ほ

ど
無
氣
味
な
、
底
意
の
あ
る
歌
を
、
何
氣
な
く
護
表
出
来
る
作
者
の
桁
外
れ

の
才
能
と
言
語
感
量
に
、
限
り
な
い
畏
怖
を
畳
え
る
。
 
 
（
＝
一
八
頁
）

 
塚
本
邦
雄
が
「
狭
義
の
省
試
」
「
狭
義
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
い
う
と
き
、
そ

の
対
極
に
「
広
義
の
篤
生
」
 
（
幻
想
を
も
包
括
す
る
）
を
措
定
し
、
茂
吉
の

「
写
生
」
論
と
短
歌
の
両
方
を
救
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
と
い
う

よ
り
、
茂
吉
の
「
写
生
」
は
単
な
る
「
狭
義
の
篤
生
」
で
は
な
く
実
は
「
広
義

の
篤
生
」
に
通
底
し
て
い
た
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
茂
吉
の
歌
は
「
事
務
的

と
言
っ
て
も
よ
い
『
あ
り
の
ま
ま
」
の
描
写
」
を
し
な
が
ら
も
塚
本
が
瞠
目
し

て
い
る
よ
う
に
隅
「
無
意
識
に
残
酷
な
、
異
常
な
美
」
か
ら
な
っ
て
い
る
し
、

又
、
子
規
旧
居
を
訪
れ
た
途
上
で
偶
然
見
か
け
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
生

し
た
は
ず
な
の
に
「
無
気
味
な
、
底
意
の
あ
る
歌
」
に
な
っ
て
い
る
し
又
、
巧

妙
な
超
現
実
主
義
手
法
を
駆
使
し
て
い
な
い
の
に
「
歌
そ
の
も
の
は
現
実
を
遙

か
に
突
き
抜
け
」
た
「
広
義
の
無
生
」
に
と
ど
い
て
い
る
と
評
価
す
る
の
で
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あ
る
。
こ
う
言
う
と
き
塚
本
邦
雄
は
茂
吉
の
資
質
あ
る
い
は
感
覚
に
か
か
わ
る

く
無
意
識
の
方
法
V
を
別
歯
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
實
に
平
凡
な
窟
生
」
と
「
あ
り
の
ま
ま
に
歌
ふ
」
こ
と
を
旨
と
し
た
彼

が
、
事
、
相
聞
歌
に
零
し
て
は
、
必
ず
し
も
主
義
に
從
は
ず
、
こ
の
一
聯
に

し
て
も
、
第
一
「
お
ひ
ろ
」
の
實
在
、
非
在
に
関
し
て
、
好
事
家
や
實
澄
主

義
解
説
家
を
謄
ま
し
績
け
た
。
 
．
 
 
 
 
 
 
 
層
 
 
 
 
（
九
九
頁
）

 
だ
が
下
句
は
、
こ
の
風
攣
り
な
主
観
吐
露
、
自
問
の
か
た
ち
は
、
「
寓
生
」

な
ど
と
い
ふ
手
前
勝
手
な
口
上
で
は
逃
げ
切
れ
ま
い
。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ

の
「
宮
盆
坂
」
に
関
す
る
限
り
、
茂
吉
は
決
し
て
狭
義
の
リ
ア
リ
ズ
ム
や

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
濁
特
の
禁
欲
主
義
で
、
み
つ
か
ら
を
律
し
よ
う
な
ど
し
て
ゐ
・

な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
四
頁
）

 
塚
本
邦
雄
は
、
茂
吉
が
本
来
的
な
資
質
に
お
い
て
「
狭
義
の
窟
生
」
に
低
迷
し

な
い
幻
想
的
、
想
像
的
な
作
家
で
あ
る
ご
と
を
も
透
視
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ

は
「
相
聞
歌
に
關
し
て
は
、
必
ず
し
も
主
義
に
從
は
ず
」
と
い
い
、
彼
の
く
事

實
V
よ
り
も
く
空
想
V
〈
虚
構
V
に
よ
る
特
徴
を
相
聞
歌
に
み
、
さ
ら
に
は

『
赤
光
」
後
期
の
作
品
に
は
「
狭
義
の
篤
生
」
を
こ
え
た
浪
漫
的
作
風
が
濃
厚

で
あ
る
こ
を
も
透
視
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
茂
吉
が
「
写
生
」
を
い
う
と
き
、

彼
の
「
写
生
」
論
は
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
独
特
の
禁
欲
主
義
を
打
ち
破
り
次
の
よ
う

な
「
象
徴
」
論
と
な
っ
て
開
花
す
る
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

を
突
き
す
す
あ
て
行
け
ば
象
徴
の
域
に
到
達
す
る
」
は
、
た
と
へ
ば
で
の
一

首
で
、
私
に
も
十
分
理
解
で
き
る
。
『
作
歌
四
十
年
」
執
筆
當
時
も
、
そ
の
考

へ
は
堅
持
し
て
み
た
こ
と
を
、
後
後
の
た
め
に
記
憶
し
て
お
き
た
い
。
 
「
窟

生
」
と
は
、
象
徴
に
達
す
る
た
め
の
、
彼
独
特
の
「
手
段
」
の
名
で
あ
っ
た

と
す
る
な
ら
、
そ
の
到
達
次
元
を
謳
っ
た
「
象
徴
主
義
」
と
相
容
れ
ぬ
は
ず

は
な
か
っ
た
の
だ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
冒
 
 
 
 
（
一
四
八
頁
）

 
犬
正
六
年
、
斎
藤
茂
吉
は
「
予
が
真
に
篤
生
す
れ
ば
、
そ
れ
が
予
の
生
の
象

 
 
 
 
（
註
1
7
）

徴
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
「
写
生
」
論
を
つ
き
つ
め
て
き
た
。
そ

し
て
、
塚
本
邦
雄
も
茂
吉
の
こ
の
〈
写
生
“
象
徴
〉
論
に
想
到
し
た
と
き
茂
吉

と
の
距
離
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
両

者
の
違
い
は
「
象
徴
」
に
行
き
つ
く
過
程
の
違
い
と
な
っ
て
顕
現
す
る
。
そ

れ
は
具
体
的
に
は
、
塚
本
自
身
引
用
文
の
直
ぐ
後
の
箇
所
で
「
私
は
第
二
句
の

『
み
れ
ば
』
と
結
句
の
『
お
も
ほ
ゆ
』
は
用
み
な
か
っ
た
だ
ら
う
」
と
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
茂
吉
が
直
接
に
「
み
る
」
こ
と
と
直
接
に
「
お
も
ふ
」
こ
と
を

歌
の
手
段
（
写
生
）
と
し
た
の
に
対
し
、
塚
本
邦
雄
は
「
幻
視
」
す
る
こ
と
と

「
想
像
」
力
を
弾
機
と
し
て
象
徴
の
世
界
を
創
造
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し

て
塚
本
邦
雄
は
茂
吉
の
〈
写
生
目
象
徴
〉
論
を
茂
吉
の
最
高
の
テ
ー
ゼ
と
し
な

が
ら
「
寓
生
」
は
茂
吉
に
お
け
る
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に

別
屋
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
「
窟
生
は
手
段
、
目

的
は
象
徴
と
言
ひ
変
へ
て
も
可
能
で
あ
る
」
と
言
っ
て
茂
吉
の
「
写
生
」
論
を

理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
容
易
に
解
る
。
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作
者
の
思
惑
如
何
に
關
ら
ず
、
彼
自
身
が
説
く
「
篤
生
」
の
真
髄
「
篤
生

「
ま
ぼ
ろ
し
に
も
の
懸
ひ
来
れ
ば
」
と
は
、
け
だ
し
言
ひ
得
て
妙
で
あ
る
。

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
〈
茂
吉
〉
の
位
相
 
1
「
茂
吉
秀
歌
く
赤
光
V
百
首
」
を
中
心
と
し
て
ー



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ゑ
ん

こ
の
一
聯
の
幻
視
行
た
る
所
以
を
、
作
者
自
身
が
告
げ
て
み
る
の
だ
。
世
の

茂
吉
論
者
、
茂
吉
研
究
家
は
、
か
か
る
作
品
群
を
、
．
空
想
的
、
幻
想
的
、
ゆ

ゑ
に
不
熟
、
亀
本
領
に
非
ず
、
過
渡
期
的
と
工
め
る
の
を
常
と
す
る
、
果
し
て

さ
う
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
後
の
作
者
が
配
車
な
方
法
を
試
み
つ
つ
、
ま
た
口

で
は
時
と
し
て
、
作
品
と
籠
め
ら
れ
た
野
心
と
は
う
ら
は
ら
な
、
素
僕
で
禁

慾
的
な
狭
義
窟
實
主
義
信
条
を
吐
露
し
な
が
ら
、
決
し
て
拘
泥
せ
ず
、
捉
は

れ
ず
、
鮮
烈
な
歌
を
作
り
つ
づ
け
得
た
の
は
、
一
に
幻
想
力
、
す
な
は
ち
想

像
力
の
た
ま
も
の
で
あ
り
、
そ
の
源
は
、
櫨
原
の
湯
、
紅
葉
の
夢
に
湖
り
得

る
と
私
は
考
へ
る
の
だ
。
 
 
 
 
 
 
，
 
 
 
 
 
 
（
ゴ
＝
○
頁
）

 
実
は
『
赤
光
』
の
中
で
も
、
「
写
生
」
を
は
じ
め
て
獲
得
し
た
と
言
わ
れ
て

い
る
初
期
の
「
塩
原
行
」
の
一
連
に
茂
吉
本
来
の
「
幻
想
力
」
と
「
想
像
力
」

を
み
た
と
き
」
塚
本
邦
雄
の
茂
吉
の
読
み
な
お
し
は
極
北
に
近
づ
く
。

 
塚
本
邦
雄
の
言
う
「
幻
想
」
．
の
本
質
は
「
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ア
ン

チ
テ
ー
ー
ゼ
と
し
て
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
幻
想
は
人
間
の
、
詩
人
の
使
命
で
あ

り
、
本
能
で
あ
り
、
特
権
で
あ
る
こ
と
。
」
（
「
短
歌
考
十
善
」
）
と
い
う
と
こ

ろ
に
ま
で
普
遍
化
さ
れ
、
時
代
と
状
況
を
〈
幻
想
〉
と
い
う
透
視
法
で
も
っ
て

射
つ
と
こ
ろ
に
ま
で
先
鋭
化
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
〈
幻
想
V
と
は
、
塚
本
邦

雄
の
透
視
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
写
生
」
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
も
う
一
人
の

本
質
的
な
斎
藤
茂
吉
の
透
視
法
で
も
あ
り
、
同
時
に
現
代
人
が
世
界
を
把
握
す

る
と
き
に
必
ず
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
透
視
法
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

（
註
1
）

（
註
2
）

（
註
3
）

（
註
4
）

（
註
5
）

（
註
6
）

（
註
7
）

（
註
8
）

（
註
9
）

（
註
1
0
）

（
註
H
）

（
註
1
2
）

（
註
1
3
）

（
註
1
4
）

（
註
1
5
）

（
註
1
6
）

（
註
1
7
）

昭
和
五
十
二
年
四
月
十
日
文
藝
春
秋
発
行
。

、
昭
和
五
十
三
年
九
月
十
五
日
文
藝
春
秋
発
行
。

 
「
茂
吉
の
歌
私
記
」
中
「
偶
像
と
し
て
の
茂
吉
「
序
に
か
え
て
一
」
。

「
塚
本
邦
雄
論
一
失
わ
れ
た
礫
刑
を
求
て
」
 
（
磯
田
光
一
編
『
塚

本
邦
雄
論
集
』
所
収
）
。

．
「
短
歌
」
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
号
（
『
夕
暮
の
藷
調
』
所
収
）
。

、
「
短
歌
研
究
」
昭
和
三
十
一
年
三
月
号
（
『
定
型
幻
視
論
』
所

収
）
。

「
短
歌
」
昭
和
三
十
二
年
四
月
号
（
『
夕
暮
の
譜
調
』
所
収
）
。

「
短
歌
」
昭
和
三
十
九
年
四
月
号
（
『
夕
暮
の
譜
調
」
所
収
）
。

昭
和
四
十
八
年
六
月
三
十
日
号
河
出
圭
旦
房
新
社
発
行
。

昭
和
四
十
九
年
十
月
十
一
日
 
講
談
社
発
行
。

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
五
日
 
文
化
出
版
局
発
行
。

昭
和
五
十
二
年
四
月
 
書
騨
季
節
社
発
行
。

昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
日
 
毎
日
新
聞
社
発
行
。

昭
和
五
十
四
年
七
月
十
五
日
 
毎
日
新
聞
社
発
行
。

昭
和
五
十
四
年
三
月
五
日
 
文
藝
春
秋
発
行
。

昭
和
五
十
三
年
九
月
十
五
臼
 
毎
日
新
聞
社
発
行
。

、

「
童
馬
漫
筆
」
ア
ラ
ラ
ギ
第
十
巻
第
二
号
．
大
正
六
年
二
月
号
。

（ 172 ）


